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昭
和
3
5
年７
月
1
1
囗
よ
り７
月
末
に
かけて
、
当

研
究
所
全部門
の
参
加
の
も
と
に
、唐
招
提寺の
総

合
調
査
を行っ
た、こ
れ
は昭
和
2
9
年
の
総合
調
査

の
継
統
で
、
前回
調
査Ｌ
え
な
かっ
た部
分
に
重点

を
おい
た
。美
術
に
芸
、
建
造
物両研
究
室
は
寺
地

と
金
堂
、
雌
史研
究
室
は
蜃瓦
と古
文
宍‥の
調査
に

当っ
大卜

姓
造
物研
究
家
庭
園
遺
跡
室
は
、旧
寺
地
の
実測

調
査
な行
い
、
縮尺二
百
分一
およ
び五
百
分一
の

地形
実
測図
を作
製し
た
。

金
堂
内
外
に
大
。か
か
り
な足
場
を構
架し
、娃
築

室
はこ
れ
を利
川
して
金
堂の
斗
拱・
小
屋
組そ
の

他
建
築
部材
の
詳
細
な調
査
によ
り
、
娃
物の
変
造

を
知
り
、
創
始期
の
姿
を
復原
す
べ
く
資
料の
蒐
集

にっ
と
め
) 
-美術工
芸研
究
蜜
に
芸
室
は足
場
を

利
川
し
て
金
堂』内
部の
支
輪
仮
、
虹
梁
、天
井
な
ど

に
残
る
文様
や色
彩
につ
いて
調
査
し
た
。
ま
た彫

刻
室
は
本
尊
、千
手
側
音
、
薬師
その
他の
仏
像
の

形
態
につ
いて
、
レ
ベル
そ
の
他の
測
量機
械を
使

用
して
、
詳
細な
実
測
調
査
を行っ
た
。

歴
史研
究
室
ぱ同
寺
に
保存
さ
れて
い
る軒
丸瓦
、

軒平
瓦
、雁
ぶり
、
鬼瓦
等の
形
状
、
文様
、
刻
銘

等
を調
査し
た
。古
文
書
室
は
数
多
くの
古
文
献
中
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か
ら大
般
若
経
、
版
経
、
講
式
、
古文
書
、
雑衣
、
祭文
等
を
整理
、
調
査
し
た
。

以下
は
今回
の
調
査の
略
報で
あ
る
が
、
な
お未
完
の
部門
があ
り
、
今
後
も

引
続
き調
査
を
行
う必
要
が
あ
る
。
詳
細
につ
いて
は調
査
の
完了
を
まつ
て
報

告
書
を作
製す
る予
定で
ある
。

一
　寺
地
の
測
量

既
に
着手
し
て
い
る
南
祁
諸大
寺旧
寺
地
調
査
の一
環
とし
て
、
建
造
物研
究

室
庭園
遺跡
班
は
咋
年
七
月
か
ら
年
末
に
かけ
て
、
その
旧
寺
地
の
実測
調
査
を

継
続し
た
。調
査
の区
域
は
、
南
大
門
前
を
呶西
に
通っ
て
い
る
道
路の
北
側
、

西
は近
鉄
線路（
中
心線）の
西
側
約
3
0
m

を南
北
に
通じて
い
る
道眺（
中心
線）

を
限界
とし
、東
は
秋
篠川
の西
岸
まで
とし
た
。北
限
は
唐
招
提寺
東門
の
北
方

約ｑ
ｍ
の
地
点
か
ら
、西
方
よ
り
流下
す
る
溝
渠
に
添っ
て
、天
神社
との
間
か
ら

更
に西
に
向
い
、木
坊
蔵松
院背
後突
出
部（
竹
籖
）
を
含み
、
そ
の西
にっ
づ

く畑
地
を
も含
めた
而
積
約
1
2
ヘ
ク
タ
ール
の区
域で
あ
る
。作
製し
た図
而
は

縮尺五
百
分
の
Ｉ、
測
点（
ぶ
鴎）毎
に
海
抜
標
高
を
記し
、
5
0
m

毎の
等
高
線
を

切っ
た
。
また
国
宝
或
は重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れて
い
る娃
物
は
そ
の
柱
の
位

置
を示
し
、
他
の
建
物
は
輪
廓
だ
け
を図
示
す
る
に
止
め
た
。

調
査の
結果
判
明
し
た主
な
る事
項
は
、
地
勢は西
北
に
高く
、
南
東
に
向っ

て
傾
き
、
台
地
の
先
端
を巧
妙
に利
用
し
た
も
ので
あ
るこ
とで
、
東北
辺
は元

渓
流の
河
床で
あっ
たの
を、
旧
能
満
院
背
後
に
於て
土
塁
を
もっ
て
堰
き止
め
、

そ
の
渓
流
を頁
直
に
東
に
導
いて
い
る。即
ち
開山
廟の
西
南
東の
三
辺
を
かこ

む園
池
は
そ
の河
床
地形
を利
用
し
た
もの
で
あ
る
。

現
在の
軍
塔
跡
を
観
察
す
る
と
、
その
基
壇
は叨
か
に
盛
土で
あ
る
らし
い
が
。
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（
屁ｌ
）

そ
れ
と
ほ
ぼ
対
称
の
位
置
に
あ
る
西
塔
跡
へ
若
し
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
）
の
地

形
は
台
地
の
先
端
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註２）

戒
壇
は
応
量
坊
－
旧
妙
音
院
）
の
南
隣
に
あっ
た
旧
妙
智
院
の
更
に
南
側
の
部

分
に
於
て
、
こ
の
西
塔
の
位
置
を
含
む
台
地
の一
部
を更
に
広
さ
約
１
.０呂
心
、

最
西
側
に
於
て
深
さ
な一ｍ
以
上
を
堀
り
込
み
、
平
坦
地
か
造
成
し
、
広
さ
に心
琵
、

高
さ
り］ｍ
の
石
造
壇
が
そ
の
中
央
部
に
設
置
さ
れて
い
る
。

（
註３）

職
松
院（
木
坊
）
の
北
背
後
の
山
麓
か
ら
湧
出
す
る
清
水
を
もっ
て
現
在
の
園

池
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
東
南
方
に
あ
たっ
て
曽
て
二
つ
の
小
園
池

が
連
なっ
て
いて
、
水
脈
で
あ
る
こ
と
を示
し
て
い
た
。更
に
追
求
し
て
行
く
と
、

そ
の
延
長
上
に
東
室
東
側
の
古
井
戸
。
板
倉
背
後
の
沿
海
池
及
び
竜
王
社
側
の
竜

池
が
並
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

唐
招
提
寺
旧
寺
地
調
査
は
更
に
引
きっ
づ
き
進
め
ら
れ
るＩ
定
で
あ
る
が
、
今

後
の
調
査
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
古
図
と
の
対
比
に
よっ
て
既
に
失
わ
れ
た
僧
坊

の
区
域
や
建
物
の
位
置
を一
川
はっ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
、
旧
寺
地
と
平
城
京
条

坊
制
と
の
関
係
、
更
に
は
古
記
録
の
示
す
新田
部
親王
別
業
や
藤
原
仲
麻
呂
や
藤

原
清
河
の
宅
地
と
の
関
係
な
ど
を
推
知
す
る
手
が
か
り
をつ
か
み
た
い
も
の
で
あ

る
。

註

田
　唐
招
提
寺
関
係
古図７
枚
の
う
ち西
塔
の・姿（
おそ
ら
く想
像で
あ
ろ
う）
を描
く

もの２
枚
、
方形
の
輪
廓
を占
き
その
中
に「
西
瘠
」と
書
くもの１
枚
、
輪
廓内
に

「
西
塔
跡
」と
書
くも
の２
枚
、
輪
廓のみ
の
もの１
枚
、
全
然
書か
ない
もの１
枚

３

があ
气
実
現
の
有
無
は疑
問
と
して
も、
立
瘠の
計
画
と
、地形
の
造成
だ
け
はあ
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っ
た
もの
と見
たい
。

囘
　現
在北
川
氏
の
住房
を
応叺
坊
と
呼
んで
い
る
が
、こ
こ
は古
図
に
よ
れ
ば
妙
音院

と
なっ
て
おり
、旧
妙
音
院敷
地
に
東方
から
応
量
坊の
建
物
を移
して
来
たの
に
よ

る
もの
ら
し
い
。こ
の
南
の
空
地（
竹
藪
）
は旧
妙
智
院
と
推定
さ
れ
る
。

閙
　昭
和
3
1
年
に
唐
招提
寺
本
坊川
辺の
環
境
整
術
を
行っ
た
際、
園
池
の泥
土
を清
掃

し
た
が、
池
底
か
ら
豊
富
な湧
泉
を見
出
すこ
と
がで
き
た
。ま
た
現
在の
本
坊客
殿

の
東側（
新
収
蔵小
の
北
側
）
に
は
、当
時２
箇
所
に
5
0
平
方ｍ
倥の
小
さ
な池
があ

つ
だの
を、そ
の
時
の
造
幽工
事で
埋
立て
た
。
　
　
　
　
　
　

（
森
　
　蘊）

二
　金
　
　
　堂

Ａ
　建
　
　
　
築

こ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
かつ
て
応
忿
年
に
浅
野
清
が
創
建
時
の
姿
を
復
原
的

に
考
察
し
て
お
り（「
唐
招
提
寺
金
堂復
原
考」建築史６－ａ
）、現
状
調
査
と
し
て
は
そ
の

際
ほ
ぼ
尽
さ
れて
い
る
の
で
、
今
回
の
調
査
は
建
物
各
部
の
実
測
及
び
写
真
撮
影

を
主
眼
と
し
、
あ
わ
せ
て
先
の
復
原
考
察
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

調
査
に
ょ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
項
の
概
略
を
建
物
各
部
毎
に
つ
い
て
記
せ
ば

以
下
の
如
くで
あ
る
･
4

－
　
軸
郤
及
び
斗
拱
　身
舎
が
ご
く一
部
に
明
治
修
理
時
の
取
替
材
を
含
む
の

み
で
、
創
建
時
の
旧
状
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
に
反
し
、
側
廻
り
の
斗
拱
に
は
後

補
の
仕
事
が
多
い
。
そ
の
大
部
分
は
江
戸
時
代
元
禄
年
間
の
修
理
材
で
あ
る
が
、

北
側
の
尾
極
上
の
斗
拱
に
は
、一
見
創
建
材
と
変
ら
ず
そ
れ
よ
り
や
や
風
蝕
の
少

い
材
が
あ
り
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
文
永
７
年
修
理
時
の
取
替
材
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
文
永
材
は
数
量
も
少
く
、
使
用
場
所
も
丸
絎
下
の
斗
拱
に
隕
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
時
の
修
理
は尾
掻
か
ら
上
方
の
み
と
推
定
さ
れ
る
。一
方
側
柱
上
の
大
斗
計

９９一ヶ
の
中
、
創
建
材１
、明
治
材７
を
除
い
た
1
4
ケ
が元
禄材で
あ
り
、頭
貫
に

もこ
の
時
の
材
。か相
当
量
あ
る
か
ら
、元
禄
に
は側
廻
り
を
解
体し
た大
修理
が
４

行
わ
れ
たこ
と
が判
Å二

こ
れ
らの
斗
拱
を
精査
して
注
意
され
たの
は匸
兀禄
修
理
時に
行
われ
た
外

観
を
整
え
る工
作
で
、大
別
して
次
の２
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。そ
の
第１
は
斗
拱

組の
整備で
、こ
の
時巻
斗
を一
つ
新
た
に置
き
だし
、
肘
木
の
笹
繰
等
もそ
れ

に合
わせて
附
し
たこ
とで
あ
る
。
す
な
わ
ち一
手
先
目
の一
番
上
に
あっ
て
尼

捶
を直
接
受
けて
い
る斗
は
、
総
計
3
0
ヶ
の
中
唯Ｉ
ケ
を
除いて
は
い
ず
れ
も元

禄
もし
く
は明
治の取
睦
材で
あ
り
、古
材
のＩ
ケ
も元
来
こ
の
位
置
の
巻斗
と

は見
られ
な
卜
。こ
のこ
と
は
創
建当
初
には
こ
の
位
置
の
斗
は
な
く
、元
禄に

附
加
され
たこ
と
を
思
わせ
る
もの
で
、こ
の
斗
がの
る
肘
木
上而
の
笹
操
も当

初は
存
在せ
ず、元
禄
修
理
時
に
新
た
に附
さ
れたこ
と
か明
ら
か
に
看取
され
、

また
尾
極
に
もこ
の
斗
に
よ
る風
蝕型
は
見
ら
れ
な
い
。斗
の下
面
が当っ
て
卜

る肘木
の
部分
を見
るこ
と
が出
来
れ
ば、こ
の
斗
が
当
初
か
ら
存在
し
た
か否

かを判
定
す
るこ
と
は容
易
で
あ
る
が、
そ
れ
が不
可
能
な現
状
か
らで
も
、こ

の
位
置の
巻斗
は元
禄
に附
加
さ
れ
た
と判
断
して
誤
ら
な
いで
あろ
う
。

次
に工
作
の
第２
は外
観の
整伽で
、こ
の
時
相
当
数の
巻拜
の
斗
操
、
肘木

の下
而
等
を削
り直
して
形
を
整え
、
ま
た一
部風
蝕の
は
な
は
だし
い
斗
拱
を

内
方
の
もの
と置
き
替え
たり
して
外
観
を新
装の
如
く見
せ
る工
作
をし
て
い

る
。し
た
がっ
て
斗
枡
の
曲線
の
性質
に
は
創
建
時
と
多少
変っ
て
し
まっ
た
も

の
があ
り
、
特
に尾
極で
は
後
述
す
る
よ
うに
地
掻
の
勾配
を
ゆ
る
くし
た
た
め

に
、
そ
れ
に見
合
う
ご
と
く尾
極先
端の下
面
を
削り
、
ま
た
上面
に
は（
ギ木

をして
反
り
を強
く見
せ
心
極
勾配
や
軒反
りの
変
。臾
に
伴
う尾
桓
の
変形
は
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隅尾
陲
で
は一
川
顕
著で
、下
方
の尼
崢腿
を約８
寸
旧
位
置
よＩり引
出し
、上

方
尾
陲
は
逆
に
約８
寸
引
込
めて
と
も
に下
面
を大
き
くこ
き
上
げ、
上面
に
は

は
ぎ木
をして
尾
囲
の
先
端
に強
い反
り
を
附し
て
い
る
。
前
述し
た
斗の
附
加

も俳
造
的
に
は
無ぷ
味
で
、
斗
の
上
に
は必
ず斗
を
並べ
る
とい
う奈
良
時代
末

期以
降の
斗
拱
糾方
式
に
な
らっ
た外
観
の
整備以
上
の
意
味
は
な
い
ので
あ
る

が
、元
禄
修
理
が
そ
うし
た外
装
に重
点
を置
き
、
か
な
り大
謄
に旧形
式
の
変

東
を
行っ
た
点
は
注目
さ
れ
る
。

２
　戸
口
及
び窓
　戸
口
お
よ
び
窓
につ
いて
は先
に浅
野
が行っ
た復
原
考

唐招提寺総合調
査概要

察
に
附け
加
う
べ
き
もの
は
な
い
。す
な
わ
ち戸
口
は
方
立
お
よ
び内
法
長
押の

位置
と
。
上下
長
押の
せ
い等
に
変更
が
あっ
て
、上下・
左
右
と
もに
当
初の

問
口
部の
大
き
さ
が
狭
め
ら
れて
い
る
。
ま
た
窓で
は内
法・
腰
両
長
押
と
も
に

材の
丈
を
高
め
、内
法長
押
は大
体旧
位置
に
お
く
が
、腰
長
押
を約８
寸
上
に

ず
らし
て
お
り
、
も
と
は
窓の
内
法
が
高
かっ
たこ
と
が判
る
'
J
こ
うし
た
雑作

の
変更
は中
世
、
お
そ
ら
く文
永
修
理
時
に行
わ
れ
た
と
考え
ら
れ
る
が
、元
禄

修
理
時
に
は外
部
に而
す
る長
押
、
幣
軸
、方
立等
を一
度觧
き
放
し
、
その
表

面
を
削
り
直し
た
。
その
た
め
に外
観の
み
を
もっ
て
は当
初材
と
補足
材
との

判
別
が非
常
に
難
かし
く
、一
見
元
禄
修
理
時
に
か
な
り大
量
に材
の取
替
が
あ

っ
た
如
くに見
え
る
。が、
実
際
に
は正
而
３
間
の戸
口
廻
りの一
部
を
除け
ば
、

大
部分
が
創建
材
と
中
古
の
補
足
材
な
ので
あ
る
。

な
お正
背而
と
も
に戸
口
脇の
方
立
およ
び竪
幣
軸
に
旧長
押
を
転用
し
た
も

の
が
あ
る
。こ
れ
が中
古
に内
法
長
押や
腰
長
押
を
現
在
の
丈の
高
い材
と取
鳩‥

え
た
際
に不
川
に
なっ
た旧
材
の
転川
か
、
あ
る
い
は
建
立当
初
か
らの
転用
古

材で
あ
る
かの
判
定
は
、
き
わ
めて
困
難
で
あ
る
が、
転川
材
の
量
が
か
な
り
多

いこ
と
、旧
長
押の
痕
跡
を
も
た
な
い打
が
むし
ろ
中
古
材
に
類
似
す
るこ
と等

か
ら後
者の
場
合
と
判
断
し
た
。寺
の中
心
と
な
る
金
堂
に
創
建当
初
か
ら古
村

を川
い
た
点
は
、
常
識
的
に
は
考
え
難
い
が
、
庇の
間
の
上
部
に張
られて
い
る

糾入
人井
は
格
縁
、
組子
と
もに
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
何
等
かの
古
打
を転用
し
た

もの
で
あ
り、こ
れ
も
創建以
来
と
溽
え
ら
れ
るの
で
あ
る
。

３
　屋
根及
び軒
　現
在
の
屋
根
およ
び軒
。が元
禄
の
修
理
に
よ
っ
て
創
建

当
初の
姿
と
は著
し
く
変え
られて
おり
、
もと
は
野
屋
根
を
も
た
なレ
構
逃
に
冖ａ

復原
さ
れ
るこ
と
は
、
さき
に浅
野
が指
摘
し
た
。今
回
の調
査
で
は
さ
らに
い

蝠
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く
つ
か
の
復
原
資
料
を
追
加
す
る
発
見
は
あ
っ
た
が、

古
材
の
種
類
と
し
て
は
さ

き
の
調
査
以
上
の
新
種
を
見
出
し
得
ず、

し
た
が
つ
て
復
原
の
大
網
は
全
く
変
ら

な
い。

た
だ
尾
椎
お
よ
び
地
椎
の
勾
配
を
前
案
よ
り
多
少
強
め
た
方
か
よ
さ
そ
う

で、

復
原
の
結
果
を
示
せ
ば
第
2
図
の
如
く
で
あ
る。

図
に
よ
っ
て
前
案
と
の
相

迫
を
簡
単
に
説
明
す
る
と、

ま
ず
小
屋
組
材
で
残
存
す
る
古
材
は
入
側
通
り
尾
椎

掛
桁、

同
上
母
屋、

側
通
り
母
屋
の
3
種
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
旧
高
さ
を
押
え
る

賓
料
（
小
屋
束）
は
見
出
せ
な
い。

し
た
が
つ
て
尾
椎
の
勾
配
は
確
定
し
得
ず、

先

の
復
原
で
は
現
状
の
ま
ま
を
用
い
て
約
5
寸
勾
配
と
し
た。

し
か
し
明
治
修
理
前

の
実
測
固
で
は
尾
梧
勾
配
は
賃
ー
筵
寸
と
な
っ
て
お
り、

こ
の
差
は
長
年
月
の
使

用
に
よ
っ
て
折
れ
曲
っ
た
尾
椎
を
再
用
す
る
た
め
に、

修
理
時
に
尾
椎
尻
を
出
来

5

 

る
だ
け
下
げ
た
結
果
と
み
ら
れ
る
か
ら、

当
初
は
少
く
と
も
5
寸
勾
配
は
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る。

次
に
地
椎
も
同
様
に
勾
配
が
確
定
せ
ず、

前
案
で
は
尾
椎
尻
に

直
接
桂
掛
の
舟
屈
を
の
せ
る
も
の
と
し
て
復
原
し
た
が、

こ
の
舟
屋
の
下
面＿）
は

尾
椎
を
挟
ん
で
立
つ
束
の
圧
痕
が
あ
り、

そ
れ
が
四
角
い
束
の
全
形
を
印
す
る
と

こ
ろ
を
み
る
と、

尾
椎
と
束
と
が
咬
合
っ
て
上
の
母
屋
と
の
間
は
多
少
閻
隙
が
あ

っ
た
ら
し
い。

そ
の
間
隙
を
定
め
る
斑
料
は
な
い
の
で、

他
の
例
を
参
考
に
適
当

な
寸
法
に
と
つ
て
作
図
す
れ
ば、

下
方
地
椎
の
勾
配
は
“
寸
程
度
と
な
る。

大
梁
以
上
は
小
屋
組
に
は
全
く
資
料
が
な
く、

わ
ず
か
に
上
方
梗
の
う
ち
棟
木

上
の
組
手、

も
し
く
は
下
方
椎
と
の
継
手
仕
口
が
残
る
古
材
17
本
に
よ
っ
て
そ
の

全
長
を
推
定
し
得
る
も
の
が
あ
り、

上
方
桓
の
勾
配
が
7
寸
位
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
だ
け
で
あ
る。

し
か
し
以
上
で
屋
根
の
骨
組
の
大
様
は
き
ま
り、

全
体
の

引
通
し
勾
配
が
5
寸
程
度
に
お
さ
ま
つ
て、

奈
良
時
代
の
屋
根
勾
配
と
し
て
は
恰

好
な
も
の
と
な
る。

こ
う
し
て
椎
勾
配
を
前
案
よ
り
強
め
て、

多
少
ゆ
る
す
ぎ
る

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

感
が
あ
っ
た
屋
根
勾
配
（
前
案
⑬
寸）

を
補
正
し
た
が、
そ
れ
で
も
現
状
と
比
べ
る

と
大
棟
の
高
さ
か
も
と
ぱ
今
よ
り
約
9
尺
低
く、

か
な
り
ゆ
る
や
か
な
屋
根
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る。

発
見
さ
れ
た
母
屋
に
は
元
禄
修
理
時
を
除
い
て
も
二
回
の
椎
止
釘
穴
が
あ
る
か

ら、

中
古
に
椎
の
打
替
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
判
る
が、

小
屋
材
や
椎
等
に
は

中
古
の
補
足
材
と
思
わ
れ
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で、

こ
の

創
建
当
初
の
構
造
は、

元
禄
修
理
時
ま
で
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る。

な
お
野
地
板
に
元
享一ー一
年
の
愚
困
銘
を
も
っ
た
も
の
が
あ
り、

同
種
の
板
が
多
緑

に
存
す
る
か
ら、

こ
の
時
屋
根，
の
在
替
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で、

束
方

鵡
尾
に
記
す
刻
銘

と
合
致
す
る。

い
て
は
さ
き
の
考

察
の
範
囲
を
出
な

か
っ
た
が、
地
椎・

飛
樅
椎
と
も
に
そ

の
外
面
を
元
禄
修

理
時
に
削
り
直
さ

れ
て
い
る
こ
と
が

判
っ
た。

現
在
見

る
地
唾
の
下
面
の

反
り
は、

こ
の
時

強
め
ら
れ
た
も
の

肝
の
複
原
に
つ

第3図 金営三手先組物



店
招
提
寺
総
合
調
査
概
要

飯
後
に
今
回
の
調
査
の
結
果
と
く
に
問
涯
と
な
る
成
を
指
摘
す
れ
ば‘

で、
当
初
ぱ
も
う
少
し
ゆ
る
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

状
約
3
寸）

椎
に
も
現
在
程
の
反
り
は
な
か
っ
た
と
す
る
と、
当
初
の
軒
廻
り
は

現
状
と
か
な
り
相
迩
し、
や
や
央
深
い
落
杓
い
た
感
じ
を
特
つ
て
い
た
と
想
像
さ

れ
る。

1
に
斗
棋
組
の
方
式
が
現
状
で
考
え
て
い
た
時
よ
り
か
な
り
古
め
か
し
く
な
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
C

す
な
わ
ち一
手
11
の
地
上
に
あ
っ
て
尾
椎
を
受
け
る
斗
が

な
い
点
は
楽
帥
寺
束
搭、
悔
，池
王
寺
小
培
の
斗
供
組
に
通
じ、
同
じ＿―-
手
先
糾
物

て
も
そ
れ
を
も
っ
た
当
麻
寺
束
塔、
極
楽
坊
小
堺、
宙
生
寺
培
等
と
ぱ
相
迎
す
る
C

こ
こ
で一
々
の
組
物
に
つ
い
て
述
ぺ
る
余
猶
は
な
い
が、
こ
の
斗
ぱ
図
示
の
例

翠

生晶＂）
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に、
元
米
側
辿
り
の
火
井
桁
に
組
合
っ
て
内
部

か
ら
延
び
出
す
通
肘
木
の
先
端
を
受
げ
る
た
め
の
も
の
で、
尾
椎
は
そ
の
辿
肘
木

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る。
こ
れ
を
尼
椎
が
直
接
大
井
桁
に
掛
る
薬
師
寺、
悔
竜
王

寺
お
よ
び
本
金
堂
の
構
造
と
比
較
す
れ
ば‘
尾
椎
の
支
点
が
柱
列
よ
り
一
手
だ
け

地
椎
の
勾
税
が
強
ま
り

ま
た

前
方
へ
持
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
り、
明
ら
か
に一
歩
辿
ん
だ
方
式
で
あ
る。

そ
の
結
果、
糾
物
に
対
す
る
尾
椎
の
位
骰
が
高
め
ら
れ
て、
二
手
先
目
の
処
で
も

前
者
で
は
尾
椎
と
巻
斗
と
が
咬
合
っ
て
し
た
の
に、
肘
木
上
に
の
る
方
式
に
変
る

こ
と
も
第
4
図
に
よ
っ
て
明
ら
か
て
あ
ろ
う。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
構
必
の
差
が、

f阻

ち
に
建
立
年
次
の
前
後
を
示
す
と
は
云
え
な
い
が、
店
招
提
寺
金
堂
の
斗
棋
組

が
古
式
に
屈
す
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い。

ま
た
尼
椎
の
形
式
に
し
て
も、
当
初
は
ほ
と
ん
ど
反
り
を
も
た
ず
に、
と
く
に

上
而
は
直
線
に
近
く、
下
而
の
み
先
端
を
反
ら
せ
た
形
式
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
の
で、
こ
れ
は
海
竜
王
寺
小
塔
の
形
式
に
近
似
し、
当
廂
寺
束
塔
以
下
の
「
反

り」
お
よ
ぴ
「
削

椎
形
式
よ
り
古
寸

が
著
し
く
前
方
へ

延
び
出
し
た
点
も

悔
，祐
王
寺
小
堺、

極
楽
坊
小
塔
な
ど

と
等
し
く、
奈
良

時
代
斗
棋
組
の
一

特
色
と
111心
わ
れ

る。
た
だ
し
斗
棋

糾
の
様
式
比
較
で

は、
木
建
物
の
場
合、
大
斗
を
比
較
的
大
き
く、
反
対
に
肘
木
を
短
か
く
し
て、

斗
棋
糾
全
体
が
建
物
の
大
き
さ
に
比
ぺ
て
小
じ
ん
ま
り
し
た
形
に
ま
と
め
ら
れ
て

し
る
点
は
大
き
な
特
色
で、
薬
師
寺、
洵
泡
王
寺
等
の
肘
木
の
長
い
延
々
と
し
た

斗
棋
糾
と
は、
か
な
り
相
辿
し
て
い
る
の
で
あ
る。

次
に
第
2
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
金
幽
の
創
建
当
初
か
ら
古
材
を
用
い
た
と
思
わ

れ
る
点
で
あ
る。

木
寺
の
建
立
事
梢
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
が、
そ
の
際
い
つ

も
問
題
に
な
る
の
は、
緑
起
に
記
さ
れ
た
迅
泣
及
び
寄
進
者
で、
金
棠
に
つ
い
て

も
少
俯
都
如
宝
が
作
る
と
あ
る
こ
と
か
ら、
創
姓
年
次
に
い
く
つ
か
の
説
を
生
じ

ま
ず
第

椎
で
土
力
の
も
の

で
あ
る。
隅
の
尼

し」
を
も
っ
た
尼

（
現

第4 Rl 全：／t．寺搭三手先組物
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B

内

部

装

飾

て
い
る。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
本
寺
は、

官
の
大
寺
と
違
つ
て
財
政
的
な
哀

付
け
に
と
ぽ
し
く、

伽
藍
の
建
立
に
非
常
な
困
難
を
伴
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で、

現
存
追
梱
の
み
を
取
上
げ
て
も、

講
堂
は
平
城
宮
朝
集
殿
を
移
し
た
こ
と
が、

記

録
と
追
存
古
材
の
両
者
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
し、

経
蔵
は
先
年
の
解
体
修
理

の
結
果、

二
棟
分
の
建
物
古
材
を
寄
せ
集
め
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た，

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と、

建
立
の
創
め
に
古
材
が
混
入
す
る
の
は、

本
寺
の
場
合
む
し
ろ
通
例
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
が、

金
堂
も
そ
の

例
に
入
る
と
す
れ
ば、

こ
れ
が
一
番
中
心
に
な
る
建
物
だ
け
に、

そ
の
建
立
時
期

は
他
と
あ
ま
り
隔
ら
な
い
も
の
と
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
る。

鑑
哀
が
な
く
な
る

763
年
ま
で
に
は
講
堂、

食
棠、

僧
房
等
が
造
立
さ
れ
て
い
る
か
ら、

金
堂
の
建

立
を
や
は
り
そ
の
頃
と
す
れ
ば、

前
記
の
斗
棋
組
の
様
式
が
古
式
で
あ
る
点
と
も

相
応
す
る。

簡
単
な
略
報
で
本
建
物
の
建
立
年
次
に
ま
で
ふ
れ
た
が、

こ
れ
ら
i

改
め
て
報
告
密
に
ま
と
め
る
稲
り
で
あ
る。

（
鈴
木
嘉
吉）

今
回
の
工
芸
班
の
調
査
は、

金
堂
内
部
の
支
輪
板
と
虹
梁
に
残
さ
れ
て
い
る
文

様、

色
彩
な
ど
を
調
査
の
対
象
と
し
た。

こ
れ
は、

建
築
班
が
金
堂
の
建
築
棉

造
の
調
査
を
な
す
た
め
特
別
に
大
掛
り
な
足
場
を
組
立
て
た
た
め、

こ
の
足
場
を

利
用
し
て、

仰
ぎ
見
て
は
到
底
み
ら
れ
な
い
支
輪
板、

天
井
板、

虹
梁
な
ど
に
残

さ
れ
て
い
る
文
様、

色
彩
を
調
査
し
た
の
で
あ
る。

金
堂
の
現
状
に
よ
り
足
場
の

関
係
か
ら
西
側
の
支
輪
板、

北
面
の
西
側
よ
り
の
部
分、

南
面
の
西
側
よ
り
の
支

輪
板
や
天
井
板
は
間
近
く
調
査
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た。

し
か
し、

可
能

の
範
囲
内
ま
で
接
近
し
て
調
査
を
行
い
写
哀
撮
彩
も
行
っ
た。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

と
想
像
さ
れ
る
も
の
が
み
ら
れ
る。

B
は
北
面
東
よ
り
の
所
で、

九
枚

を
数
え
る
が、

刻
落
し
て
全
く
不
明
な
る
も
の
二
枚、

他
の
七
枚
に
は
蓮
茎、

宝

相
華、

飛
雲
な
ど
が
A

と
同
様
の
状
態
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る。

C

は
薬
師
如
来
立
像
の
上
脊
面
に
あ
る
所
で、

十
四
枚
あ
る
が、

全
く
不
明
な

る
も
の
は
一
枚
で、

他
の
十
三
枚
は
A、

B、

D、

E、

F、

G、

H、

I、

J、

K、

L
の
何
れ
の
場
所
よ
り
も
保
存
が
良
い。

雲
を
描
い
た
も
の、

上
方
に
正
面

向
き
の
仏
坐
像
下
方
に
蓮
薬
を
描
い
た
も
の、

宝
相
華
を
描
い
た
も
の
な
ど
は
色

彩
も
わ
り
と
よ
く
残
っ
て
い
る。

D
は
中
啓
の
上
脊
而
に
あ
た
る
が
十
五
枚
あ
り、

全
く
不
明
な
る
も
の

．
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図5
 
第

枚
で

く
見
る
と
供
養
仏
ら
し
き
も
の
の
天

衣、

坐
像
仏、

蓮
茎、

蓮
華、

飛
雲

様
は
到
底
判
ら
な
い。

し
か
し`

よ

金棠内虹梁・支輪板配趾略図

判
洛
ひ
ど
く、

描
か
れ
た
も
の
の
全

．

 

． ． ． ． 

除
い
て
総
数
ぱ
146
枚、

虹
梁
は
4

本
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
配
置
略
図
を

示
す
と、

第
5

図
の
如
く
で
あ
る。

H

支
輪
板

A
は
東
面
で
支
輪
板
は
二
十
枚
を

数
え
る
が、

全
面
剖
落
し
て
全
く
不

明
な
も
の
八
枚、

刻
落
し
下
方
欠
損

し
て
い
る
も
の
二
枚、

他
の
十
枚
も

支
輪
板
は
四
隅
の
変
形
の
も
の
を

8
 



れ
る，

店
招
提
寺
総
合
調
査
概
要

蓮
茎
な
ど
が
み
ら
れ
る
C

第6図 支 帖 板

他
の
十
四
枚
ま
C
の
場
合
ほ
ど
鮮
明
で
は
な
い
が、

飛
雲、

仏、

宝
相
蔀、

迎
菓、

E

は
千
手
観
音
立
像
の
上
脊
而
に
あ
た
り、

十
四
枚。

全
く
不
明
な
る
も
の
五

枚
で
他
の
九
枚
に
ぱ
仏、

宝
相
華、

述
茎．
な
ど
が
解
明
度
を
欠
き
な
が
ら
も
見
ら

F
は
北
面
の
西
よ
り
の
所
で
九
枚
を
数
え
全
く
不
明
な
る
も
の
は
四
枚
で
他
の

五
枚
こ
は
か
す
か
な
が
ら
宝
相
蔀、

蓮
薬、

蓮
茎、

坐
像
仏
な
ど
が
見
ら
れ
る。

G

は
西
而
の
場
所
で
二
十
枚
を
数
え
る
が
十
五
枚
は
判
落
著
し
く
図
様
は
判
明

し
な
い
，

北
よ
り
の
五
枚
は
鮮
か
}

1

見
ら
れ
る
が、

そ
の
内
四
枚
は
補
色
1

1

よ
る

効
果
で
あ
る，

補
色
さ
れ
て
い
な
い
一

枚
は
雲
中
供
脊
仏
と
思
わ
れ
る
図
様
で、

他
の
四
枚
は、

宝
祖
華
が
二
枚
と、

下
こ
花
を
描
き
立
像
の
仏
橡
と
上
方
こ
雲
を

描
い
た
も
の
一

枚、

下
方
に
蓮
茎
蓮
菓
上
方
に
蓮
坐
に
坐
す
化
仏
を
描
い
た
も
の

一

枚
と
な
っ
て
い
る，

H

は
南
面
の
西
よ
り
の
場
所
で
九
枚
あ
る
が
八
枚
は
剖＂
洛
ひ
ど
く
図
様
不
明、

一

枚
に
化
仏
ら
し
き
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
現
状
で
あ
る，

I
は
千
手
観
音
立
倣
の
前
上
方
に
あ
た
る
場
所
で
十
四
枚
を
数
え
る
が、

大
部

分
は
判
落
し
て
図
様
が
判
明
し
な
い。

敢
て
求
め
る
な
ら
ば
飛
学一
ら
し
き
も
の
、

J
ぱ
中
専
の
前
上
方
に
あ
た
る
所
で
十
五
枚，

こ
の
十
五
枚
も
殆
ん
ど
判
落
ひ

ど
く、

僅
か
に
部
分
に
残
る
も
の
か
ら
推
測
す
れ
ば
化
仏、

蓮
茎
な
ど
と
思
わ
れ

る
も
の
三
枚
を
数
え
る
の
み
で
あ
る。

K

は
薬
師
如
来
立
像
の
前
上
方
の
場
所
に
あ
た
る
が、

十
四
枚
あ
り
全
く
不
明

な
も
の
五
枚。

比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
る
も
の
ぱ
宝
祖
華
の
二
枚、

玉
中
供
於
仏

ら
し
き
も
の
一

枚
で
あ
る。

L

は
南
面
の
東
よ
り
の
場
所
で
九
枚
あ
る
が、

判
浴
甚
し
く
図
様
の
判
定
が
可

能
な
も
の
は
二
枚
で
あ
ろ
う。

一

枚
は
宝
相
華
と
思
わ
れ
一

枚
は
供
於
仏
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る。

以
上
が
支
輪
板
の
概
観
で
あ
る
が
、

C

以
外
の
場
所
は
刻
落
も
甚
し
く
図
様
も

正
確
に
は
つ
か
め
な
い。

C

と
て
も
他
の
場
所
に
比
較
し
て
些
か
図
様
も
残
り
色

彩
も
色
調
を
保
ち
得
て
い
る
程
度
で、

こ
れ
を
も
つ
て
当
初
の
図
様、

色
彩
を
決

定
す
る
の
は
無
理
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

G
に
復
原
支
輪
板
と
思
わ
れ
る
四
枚
が
あ
る
が、

こ
れ
に
よ
っ
て
色
彩
ぱ
参
考

蓮
茎、

坐
像
仏
ら
し
き
も
の
が
み
ら
れ
よ
う，

，

 



に
な
る
が
図
様
は
四
種
類 、

即
ち 、

宝
相
華
の
二
種 、

仏
立
像 、

蓮
経
を
も
つ
蓮

薬
に
坐
す
化
仏
の
他
に 、

雲
中
供
養
仏 、

飛
雲
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
圏
様
は
ま
づ

六
種
類
が
描
か
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か ．

色
彩
は
わ
り
と
厚
い
胡
粉
地
こ

緑
青 、

群
青 、

丹 、

た
い
し
や 、

そ
の
主
調
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る 。

支
輪
柱
に
も
彩
色
が
あ
を

前
面
中
央
部
は
ほ
ぽ
等
間
隔
三
段
に
区
切
り 、

さ

ら
に 、

上
下
方
は
中
央
を
あ
け
て
胡
粉
地
に
緑
青
彩
色
を
す
る 。

全
部
の
支
輪
柱

を
か
4
る
方
法
で
彩
色
し
て
い
る
が 、

た
だ
例
外
的
に
L
の
三
本
の
支
輪
柱
に
は

八
弁
花
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
が
如
何
な
る
理
由
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い 。

そ
の

他 、

格
間 、

墓
股 、

柱
頭 、

斗
棋
に
も
極
彩
色
が
残
っ
て
い
る 。

トtl
汐
才

9

,

 

二

虹
梁
は
四
本
あ
る
が 、

下
か
ら
仰
ぎ
見
て
は
こ
れ
に
ど
ん
な
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
る
か
は
全
く
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う 。

ま
こ
と
に
美
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
て
い

る
と
伝
説
的
な
秘
話
も
あ
っ
た
が 、

調
査
し
た
結
果
は
あ
ま
り
に
も
無
惨
な
る
仰

裕
の
現
状
を
し
り
え
た 。

刻
落
と
云
う
よ
り
も
む
し
ろ
故
意
に
す
り
落
し
た
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
に 、

少
し
の
根
跡
も
と
ど
め
な
い
面
稲
が
あ
ま
り
に
も
多
い 。

虹
略
図
に
示
す
④
の
虹
梁
は
東
の
面
は
判
蕗
ひ
ど
く
全
く
不
明 。

そ
れ
に
反
し
西

の
面
に
は
当
初
の
華
脆
さ
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
残
っ
て
い
た 。

即
ち 、

中
央
部
に

宝
相
華
を
大
き
く
丸
文
様
に
描
き 、

そ
の
左
右
に
恰
も
そ
の
宝
相
部
を
棒
げ
る
か

の
形
態
に
二
飛
天
を
描
く 。

判
落
が
ひ
ど
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が 、

腰
部
に
ま

と
う
裳
は
ほ
ゞ
原
型
を
と
ど
め
て
い
る 。

か
な
り
厚
い
胡
粉
下
地
に
墨
で
衣
線
を

細
か
に
描
き 、

色
彩
は
茶
紫 。

文
様
は
花
菱
文
様
が
鮮
明
に
出
さ
れ
て
い
る
の
は

興
味
を
引
く
も
の
で
あ
る
C

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

黄
な
ど
が

こ
の
虹
梁
の
下
面
を
見
る
と 、

中
央
部
に
は
頭
を
つ
き
合
せ
た
二
尊
を
胡
粉
地

に
暴
線
で
描
く 。

南
側
の
尊
倣
は
東
向
き 、

北
側
の
尊
像
は
西
に
顔
を
向
け
る 。

北
側
の
尊
像
の
上
半
身
に
衣
の
一
部
分
が
残
っ
て
い
る
が
衣
は
臨
線
で
示
し
緑
青

の
濃
淡
に
よ
っ
て
衣
の
し
わ
を
表
現
す
る
手
法
で
あ
る 。

両
端
に
は
宝
相
華
を
描

い
て
い
る
が 、

南
端
の
宝
相
部
は
最
も
よ
く

残
っ
て
い
る 。

大
き
い
図
様
で
こ
れ

を
シ
ソ
メ
ト
リ
ー

の
構
成
に
出
し
て
ま
こ
と
に
雄
大
で
あ
り
華
麗
と
云
え
よ
う 。

胡
粉
下
地
に
緑
青 、

群
青 、

紫 、

朱 、

丹 、

黄 、

た
い
し
や
な
ど
の
豊
富
な
色
彩

を
駆
使
し
て
い
る 。

＠
の
虹
梁
の
東
よ
り
の
而
は
北
端
に
宝
相
華
が
み
ら
れ
る
の
み
で
ひ
ど
い
刻
裕

で
図
様
の
判
定
は
出
来
な
い 。

西
よ
り
の
面
も
殆
ん
ど
判
落
し
図
様
は
明
確
に
み

ら
れ
な
い
が 、

蓮
座
の
如
き
も
の
と
天
衣
の
諏
え
り
の
ご
と
き
も
の
が
幾
つ
か
乱

れ
て
残
る 。

下
面
は
④
虹
梁
下
面
と
同
様
に
中
央
に
頭
を
つ
き
合
せ
た
二
癖
像
を 第7図 虹梁下面

10 



描
いて
あ
る
が
、
何
れ
も上
半
身の
輪
廓の
み
で
南
よ
りの
尊
像
は坐
像
らし
い
。

一
方
、北
よ
りの
尊
像
は左
手
を頭
上
に挙
げて
い
るよ
う
な形
像と
思
わ
れ
る
。

両
端
に
は
⑦
虹梁
と同
様
に
宝相
華
を描
く
が殆
ん
ど剥
落
して
よ
く見
ら
れ
な

○
虹梁
の
東
よ
りの
面
に
は、
北
端
に仏
心
像
の腰
部
の
み
が
残っ
て
い
る
ほ

か
は
、何
もみ
られ
な
い
。西
よ
り
の而
に
は北
よ
り
の
部
分
に天
衣
の
飜
り
が

み
ら
れ仏
坐
像
が
あ
り
、顔
面
は剥
落して
い
る
が胸
部及
び腰
部は
残っ
て
い

る
。衣
紋
線
は墨
で
描
き衣
皺
は
色の
淡
淡
で
あ
ら
わす
。両
端
には
④○
虹
梁

と同
様
に
宝相
華
を描
く
。下
面
の
中
央
に
は
⑦○
虹
梁
と同
じ
く二
尊像
を描

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、現
在
は衣
の一
部分
がみ
ら
れ
るの
み
で
あ
る
。両
端に

は
宝相
華
が
描
か
れて
い
た
が今
は剥
落
して
殆
ん
ど見
ら
れ
ない
。

④虹
梁
は西
側
の虻
梁で
、こ
の
虹
梁
は
他
の三
本
の
虹
梁
に比
べて
剥
落
が

一
番
ひ
ど
い
。東
の而
も西
の而
も共
に
全
く剥
落し
て
何
の
根
跡
も
な
く
、下

面
も
中
央
に
他の
三
本
の
虹
梁
に見
ら
れ
た
如
き
尊
像
は見
出せ
ない
。
た
だ陌

か
に
茲
茎
、一
将の
雲
らし
き
もの
がみ
ら
れ
るの
み
で
あ
る
。

罔
　天
井
板

天
井
板
に
は
全
部
に
花
文
様
が見
ら
れ
る
。こ
れ
は下
か
ら
仰
ぎ見
て
も
はっ

き
り
と見
ら
れ
る
が
、
八
弁
花
を四
ま
すの
中
に
描
き
出し
た
もの
、文
様の
外

縁
線
は
朱で
、
緑
青
、
群
青
、紫
、黄
な
どの
色
彩
が用
い
ら
れて
い
る
。可
成

りの
部分
に
わ
たっ
て
補
色
が
施
さ
れて
い
る
もの
で
、
どの
部分
が当
初の
も

の
で
あ
る
か正
確
にす
るこ
と
は些
か困
難
で
あろ
う・。

支
輪
板
、虹
梁
に措
か
れ
た図
様
が
教
義
的
意
味
を
もっ
た
もの
で
あ
る
か
ど

う
か
。ま
た
、そ
れ
らの
図
様
が
相関
性
を
もっ
た
も
の
か
ど
う
か
。
た
と
え
教

唐招提寺総合調轟概要

義
的
意味
を
もっ
て
いた
に
して
も、
ま
た
、
支
輪汳
、
虹梁
の
図
様
が連関
性

を
もっ
て
い
た
にし
て
も
、
残
存し
て
い
る図
様の
状
況
か
ら
は立
論は
む
づか

し
い
。余
り
に
も剥
落
がひ
どす
ぎ
る
。現
状
か
ら
推測
す
れ
ば、
そ
の
かみ
に

おいて
は
さ
ぞ
かし
傴麗
な内
陣
荘
厳で
あっ
ただ
ろ
う
、
　
　
（
守
川
公
夫）

Ｃ
　仏
　
　
　
像

唐
招
提
寺
金
堂
諸
像
と
は中
央本
尊の
虞
舎
那
仏
坐
像
と左
木
尊の
薬
師如
来

立
像
と
右木
尊の
千
手
観
音
立
像
と
、こ
れ等
を
と
り囲
む
護
法
神の
梵天
帝
釈

天
両
像
と四
天
王一
旦
像
とで
あ
るこ
と
は
い
う
まで
も
ない
が
、こ
れ
等に
対

す
る
調
査
な
り研
究
な
り
は
い
ま
まで
に
も
幾
度
か
おこ
なわ
れ
、
ま
たそ
の
成

田ぶに
も
か
な
り見
る
べ
き
もの
が
あっ
た
。し
た
がっ
て
こ
れ
等
に
対
す
る
新し

い研
究
と
い
え
ば
、よ
ほ
ど
厳
密
な調
査
を
重
ね
るこ
と
に
よっ
て
、こ
れ
ら
奈
良

後
期
の
仏
像
彫
刻
に
おけ
る
造
型石
木質
を
捕
え
るこ
と
と、
唐
招
捉寺
と
い
う

寺
の
特
種
性
をで
き
る
だ
け
適
確
に
押
えて
か
か
ら
なけ
れ
ば
な
ら
ない
。そ
こ

で
当研
究所
とし
て
は先
年
か
らそ
の
新研
究の一
環
として
、そ
の研
究対
象

の
精
密調
査
をは
じ
めた
ので
あ
る
が、
彫
刻
部門
とし
て
はこ
の
金堂
諸
像の

調
査
を
もっ
て
、一
応
そ
の
基
礎
調
査
を終っ
た
わけ
で
ある
。し
かし
こ
れ
が

こ
の
新研
究
と
して
は
た
して
どの
程
度の
成
果
が
上
げ
ら
れ
る
か否
かと
い
う

こ
と
は
、ひ
と
え
に
今
後
の研
究
を
ま
た
なけ
れ
ば
な
ら
ない
と思
う
。た
だこ

れ
は
すで
に
先
年の
調
査
に
よっ
て
も
たし
か
め
ら
れ
たこ
と
で
あ
るが
、こ
の

寺
の
木
造彫
刻
と
い
わ
れ
る
大
部
分
の
もの
が
、
も
と
も
と木
肌
をそ
の
ま
ま衣

面
に
さ
ら
し
た
だけ
の
も
ので
は
な
くて
、
かつて
はそ
の
表而
に
かな
り厚口

の
木
屑
漆
を
被っ
て
いて
、こ
れ
は
あ
る
観方
に
よっ
て
は
むし
ろ
乾
漆
像
と
い
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し
か
め
て
み
た
い
の
で
あ
る 。

古
文
書
経
典
等
の
調
査

今
回
調
査
を
行
っ
た
の
は
大
般
若
経
(
3
部） 、

版
経 、

誂
式 、

古
文
忠
そ
の

他
で 、

写
経
お
よ
ひ
聖
教
類
に
つ
い
て
は
日
数
の
制
拒
上
次
回
に
見
送
ら
ざ
る
を

（
小

林

剛）

う
方
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
C

金
堂
の
梵
天
・

帝
釈
天
像
の
衣
の
し

ゎ
や
飾
り
の
と
こ
ろ
の
造
作
な
ど

、

明
ら
か
に
こ
の
特
殊
な
手
法
こ
よ
る
も
の

で
あ
る 。

そ
し
て
こ
ん
な
造
作
は
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
の
き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た

造
型
感
錦
に
よ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う 。

庖
招
提
寺
の
彫
刻

は
こ
ん
な
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
い
く
つ
か
の
要
索
を
も
つ
て
い
る 。

そ
れ
を
た

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

第81刃 梵天立像

(2) 謹(])
訥

え
な
か
っ
た
e

な
お
す
で
に
昭
和
四
年
に
調
査
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
一

部

再
調
査
を
行
っ
た

。

今
回
調
査
し
た
も
の
す
ぺ
て
に
つ
い
て
述
ぺ
る
余
裕
も
な
い

の
で 、

こ
こ
で
は
特
に
古
文
書
に
限
つ
て
述
ぺ
る
こ
と
に
し
た
い

。

当
寺
に
関
係

し
た
古
文
害
が
少
く
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が 、

そ
れ
以
外
に
j
幡
善
法
寺 、

大
覚
寺
（
摂
津）

、
伝
香
寺
（
奈
良―

そ
の
他
の
歴
招
提
寺
末
寺
の
文
害
が
多
数
蔵

さ
れ
て
お
り 、

又
東
大
寺
文
mい
も
十
六
通
含
ま
れ
て
い
る 。

こ
れ
ら
の
中
に
は
史

料
的
価
値
の
高
い
も
の
も
少
く
な
い
が 、

特
に
善
法
寺
文
密
は
質
批
共
に
皿早
か
で

あ
る 。

紬
粋
の
唐
招
提
寺
文
ポ□
ば
奈
良
時
代
以
降 、

近
世
に
至
る
ま
で
多
数
残
っ

て
い
る
が 、

主
要
な
も
の
は
既
に
学
界
こ
も
知
ら
れ
て
い
る 。

そ
こ
で
一

部
の
研

究
者
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
善
法
寺
文
轡
の
中
か
ら
九
点
を
逝
ん
で

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い

。

な
お
割
愛
し
た
他
の
文
む
中
に
も 、

内
容
的
に
こ
れ

と
匹
敵
も
し
く
は
凌
盟
す
る
も
の
も
少
く
な
い
が 、

紙
数
の
都
合
上
他
日
の
機
会

に
譲
る
こ
と
と
し
た 、

威
儀
師
座
源
釜
直
訥
取
状
（
天`ー
を
一
年
三
月
廿
四
日
）

釜
直
事之

中
於
弐
百
四
十
疋
以
先
日
諮
文

進
上
了

合
陸
個
疋

廂
布
参
拾
陸
端

代
参
百
六
十
疋

右
謹
所
請
如
件

天
永
二
年
三
月
廿
四
R

威
儀
師
艇
源

善
法
寺
腔
文
（
正
安
二
年
十
一

月
一

日
）
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定
置
　
　善法
寺

可
早
以
弥
勒
寺
領
豊
前
川
大
野
井
庄
、
隕
永
代
為
供
料
所
、
為
人
ド
泰
平
公

家
武
家
御
祈
埓
始
自
今
年っぺ
卜一
月一
口ヽ

令
勤
寤
長
日
次
席
供
養
法
事ヽ

一
似口‥愛
染
明
王
護
席一
時
同
不
断
供
養
法

一
毎
日
光
明
頁
言
護
席
三
時

右
割
分
重
代
相
じ
之
所
領
、
寄
附
仏
陀
、
宛
于
長
日
行
泣
之
供
籵
、
令
祈
我
願
者
、

古
今
之
通
規
、
賢
愚
之
所
励
也
、
爰・尚
清
者
、
為
禀
索
柴
之
芳
塵
、
別
卜
宗
焉
之

器
用
．
所
祈
者
二
人
閙‥海
之
静
謐
也
、
寤
寐
不
備
焉
匸
所
念
軒
花
洛
柳
営
之
安
全

也
、
朝
暮
抽
誠・采
、
叶
神
慮
之
故
、
巳
遂
釐
務
之
前
途
畢
、
叶
　皇
憲
之
故
、
所

仝
柑し
之
朝
恩
山
、
云
神
徳
、
云
　皇
恩
、
可
報
可
謝
者
歟
、
因
茲
、
覬
以
数
簡

之
坊
領
、
寄
附
当
山
、
始
置
長
目
之
勤
行
、
或
建
立二
宇
之
律
院
、
令
止
住
僧
尼
、

同
寄
進
坊
領
之
上
、
重
以・寺
領
大
野
井
田
、
永
寄
進
当
寺
、
以
件
乃
責
相
宛
供
料
、

始
自
今
日
限
未
来
際
、
毎
日
可
勤
修
愛
染
明
王
護
摩一
時
同
不
断
供
養
法
、
此
願

非
他
事
、
偏
奉
為
　金
輪
聖
主
玉
躰
安
穏
天
下
泰
平
也
、
且
為
願
主
尚
清
息
災
安

穏
方
命
長
遠
子
息
繁
昌
也
、
以
彼
供
抖
之
余
剰
、
毎
日
三
時
可
令
銷
修
光
明
真
言

護
摩
、
其
故
者
、二
時
行
法
者
為二
親
得
脱
他
、
先
師
先
妣
忽
感
長
目
密
行
之
腕

利
、
宜
現
満
月
円
明
之
相
好
、
今一
時
之
次
摩
者
、
為
尚
清一
身
之
得
益
、
依
此

行
法
之
力
、
必
遂
西
方
極
楽
之
往
詣
、可
列
上
品
新
成
之
菩
薩
、
仰
願
三
宝
詰
如

来
、
哀
愁
我
願
、
伏
乞
　八
幡
大
菩
薩
納
受
此
誠
、
相
続
門
跡
之
子
孫
、
不
可
成

料
所
之
違
乱
、
止
住
寺
院
之
僧
侶
、
不
可
有
行
法
之
退
転
、
遥
期
慈
尊
之
出
回
、

可
拮
護
摩
之
薫
修
．
仍
定
置
之
状
如
件

一
―

（
後
欠
、以
下
別
の
案
文
に
よ
り
哺
う
卜

正
安
弐
年
七
十一
月一
目

唐
招
提
寺
総
合調
査
概要

法
印
大
和
尚
位
在判

闍
　室町
幕
府
侍所
所司
山
名
時氏
腸
書案（
貞
和二
年ト
ー月八
口
）

宇
佐
弥
勒
寺
領
豊
前田
金旧
保
雑掌
行
昌
巾
、
領
豕職
事．訴
状四
貝
如此
、上

野
弥
次
郎
押領
云
々
、早
仟
雑
掌所
帯下
知
状
、
沙
汰
付
之
、
哉
起
靖之
詞
、可

被
注
申之
状
、
依
仰執
達
如
什

貞
和二
年十一
月
八
日
　
　伊豆
守
．卜司

太
率少
弐殿

ぼ
　豊
前国
金田
保雑
掌
行
昌
重
言
上
状
案（
貞
和三
年五
月
日
）

八
幡
宇
佐
弥
勒
寺領
豊
前田
金田
保雑
掌
行
昌
匠
重
言
上
、

（
御沙
力）

欲
早
重
経口
口
口・凵
汰
、且
依違
背
篇
、且
仟
御
新
法
旨
、
重
被
成下
厳
密御

下
知
、
於
年
々
柳留
仏
神川
物
者、
如
員
数
被
糺
返
全寺川
、
致
詢祈
祷
精

誡
、以
当
保得
丸
名
地
頭
穴
挧
弥四
郎
種
腕
跡
、
為同
国
上
野地
頭
弥次
郎

輔
げ
、り
闕所
、
称
被
宛行
、
背
鉋西
探
題
総州下
知井
領家
地
頭
和
与
状

等
、
当
名
領家
方田
畠屋
敷等
、就
押
領
依
訴
申
、
仟
雑
掌所
帯下
知
状
、

可
沙
汰付
由
、
去年
づ不
十一
月
、
齠
被成下
御
奉
書於
守誕
大宰
小
弐
方
、

依
無
遵行
実
、
弥及
濫妨
狼
籍、
難
堪子
細
事

副
進三

通
　鎮西下
知并
和
与
状
等
案牡
僕
谷
齟
三
呂
月廿一
百

各
先
進畢

匸辿
　御下
知
状案
貞和二
年十一
月八日

右
軸
世
背
鎮西下
知井
和
与中
分
状
、
令押
領
当
保内
得
丸
名
之
次
第
、先
度
具

13
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言
上
畢
、
依
之
任
雑
唯所
帯下
知
状
、可
沙
汰付
之
由
、
去
年十一
月
、仰
守
護

大
宰
少
弐
、
践
被
成下
御
奉
書
、
無
遵行
実之
間
、
弥
致
濫妨
狼
籍
、
寺用
闕
乏
、

勤行
及
違
乱之
条
、冥
慮

御
祈
法
之
旨
、且以
違
背
之
錙
、
被成下
厳
重
御
教
書
、所
押
領
之田
畠
屋
敷
山

（
年々
）
　
（
仏）
　冫、

野
等
、
悉
被打
渡
寺家
、至ロ
ロ
ー凵口
口
神
用
物
等
者
、
如
員
数
被
糺
返之
、
全

寺用
、至
輔世
者
、
被召
出
其身
、
被行
所
当之
咎
、
停止
向
後
寺領
之
牢
籠、

難
測
之
次
第
也
、然
者
早
重
経
急
速之
御
沙
汰
、且
仟

密之

之
錙
、
被成下
厳
重
御
教
書
、所
押
領
之田
畠
屋
敷
山

欲
致御
祈
祷
之
精
誠
矣
、
仍重
言
上
如
叶

貞
和三
年五
月
　日

圓
　室町
幕
府
侍
所所
司
山
名
時氏
奉
書案（
貞
和三
年八
月
十
八
冂
）

（
端襲″‥）

「
重御下
知案
心一四球内り丸名ボ」

豊
前国
金国
保
雑
皐口
口
巾
、上
野
弥
次
郎
押領
々
家職
由
事、
重
訴
状
如
此
、

先
度
被
仰下
之処
、不
事行云
々
、不
日
可
沙
汰
付
雑掌
、
扶
起
靖
之
詞
、
可
掖

注申
、
使
節
猶
緩
怠
者
、可
有
共
科
之
状
、
依
仰
執
達
如
件

貞
和三
年
八
月
十
八
日
　
　伊豆
守
在判

大
宰
少
弐
殿

㈲
　尼
円
妙
屋
敷
売
券（
貞
治六
年
十二
月
十
九日
）

売
渡
　屋
敷壱
所

″゙
　
　
ｊｊ`

　口弐
丈七尺
五寸

在
城
内
耳
頬奥十五
丈三尺

四
至
限西大
道堀
　限東際目

限甫際目
　
　
限北
際目

右
件
の
屋
敷
者．
故
対
馬
法
橘
善
基
手
よ
り
、
息
女尼
円
妙
譲
得
とこ
ろ
な
り
、

し
かる
を要用
あ
るに
よて
、
宛
直
銭
壱
貫
参
百
文
、
筑
後
法
隕
御房
に
さ
り
わ

た
た
して
まつ
る
もの
な
り、
本
文
書者
建
武
動
乱之
時
、社
頭の
御
倉
に
を
き

て
、
み
なみ
な
令
紛
失
候
早
、
仍為
後代
、
宮
寺
図
師田
所
之
証
判
を相
副
候上

1
4

者．
更
二
わつ
らひ
あ
るへ
がら
す限
、
但木
役
に
は、
毎年
封戸
米四
升
よ
り

ほ
かに
は
さ
た
な
く
候
、
仍
売
券之
状
如
件

貞
治
六年
十一
月
十
九日
　
　
　
　
　
　
　

尼
　円
　妙（
花
押）

大
法
師宗
源（
花
押）

左
衛
門
尉平
秀
毓（
花
押）

閇

元
徳
政
制
札
案（
永
正
元
年
九
月
卅
日
）

徳政
法
之
事

一
為
　上
意并
屋形
之
儀
、天
下一
同
之
徳
政
也

一
絹
布類
十二
ヶ
月
免冐月

一
金
物
廿
ケ月

一
武
具
廿四
ヶ
月

一
父
子二
人
子
迄行
上
者
、質
物
借
銭米
等、不
可
有
別
沙汰
者也

右此
条
々
、
有
違背
輦
者
、発
向在
所
、一
段可
処罪
科
者也
、
仍所
定
如

件
、永正

元
年
九月
卅日
　
　在原
朝臣
長
治冶１

閣
　室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書案（
十
月二
口７
永正
元
年こ

（
折紙昿襲書）

「
御法
徳政

公方御下
知案正文「
社脇．一在之」



_冫"－
［１

語
道
断
次
第
也
、
所
詮
於質
物
者
、
守
高
札之
旨
、至
詰
借
物
者
、云
銭
主
、云

借主
、企
参
洛
、
仟
壁丗‥可
給
御下
知
、
此
上
猫
背
制
法
、
有
緩
怠之
族
者
、可

処
厳
科之
上
者
、
存
知
共
段
、可
川
触四
ヶ
郷并
詰
神
蝠之
山
、所
被
仰
山之
状

如
件

十
月二
口
　
　
　
　
　

行房
在判

貞
隆
在判

石
清
水
八
幡
宮

惣
社
詰
神
人
中

剛
　室
町
幕
府
奉
行
人
辿
署
制
札
案（
永
正
元
年
十
月二
日
）

（
翊衷μ‥）

一
御
法
徳
政

公
方
御
鳥
札案
文’
卍攵（
礼務‘一在之に

定
　
　
　
徳
政
法

衣
清
水
八
幡
宮
山
上
山下
境
内
并
諦
神
領
等

一
土
倉
以
下
於
質
物
澣
、
以
穏
便
之
儀
、
白
昼
可
取
之
小

一
至
諸
借
物
木
物
巳
下
者
、
云
銭
主
、
云
借
主
、
企
参
洛
、
可
経
沙
汰
濕

右
条
弋
被
定
置
之
上
澣
、
若
有
背
規
矩
之
輩
者
、可
処
厳
科
之
山
、
所
被
仰下

也
、
仍下
知
如
性

永
正
元
年
十
二
月
二
目

敗
位三
ぷ‥朝
臣
在
判

術
中
守
平
朝
臣
在
判

（
今一
通
右
と同
文
の案
文
あ
り
、
略
す
）
　
　
　
　
　
　

（
田
中
　隠
）

店
招
提寺
総
合調
査
概要

四
　屋
瓦
の
調
査

唐
招
提
寺
は
、そ
の
寺域
内
よ
り発
見
し
た屋
瓦
類
を
、多皿
に
収
集し
保存

し
て
い
る
、こ
の
資
料
は
、
奈
良
時代
よ
り江戸
時
代
に
卜たる
各
時代
の
阻
瓦

を大
体網
羅
して
お
り
、
創
建以
来
今日
まで
、法
燈
の
絶え
るこ
と
の
な
かっ

た同
寺の
各
時代
に
於け
る
詰
堂の
造枇
や
修
理
を
、ひ
いて
は寺
自
体
の
消長

をし
めす
資料で
あ
る
。今
回
の
綜
合
調
査
に
あ
たっ
て
は
、昭
和
3
2
年９
月
に

行っ
た予
同
調
査
の
給川ふを
基
として
、同
寺
に所
職
す
る
全
資料
を整地
分
類

し
、
さ
ら
に寺
外
の
蒐
集
品
を
も参
照し
て
、
唐
招
提
寺所
川
屋
瓦
の
分
類
と
型一

式設
定
を行っ
た
。

唐
招
提
寺
が現
在
保存
して
い
る屋瓦
は
、
主
と
して
軒丸
瓦（
１３２個
体
）

と
軒平
瓦
Ｃ２５５
個
体
）
とて
あ
る
が
、
他
に若干
の
丸
瓦・
平
瓦
や
、
鴟尾・

兇瓦・
鳥
衾・
雁
振
ふ
叫尸瓦
などの
道囗パ瓦
を
含
んで
い
る、こ
れ
らの
資
料

の
う
ち、
礼
堂・
宝
蔵の
修理工
小
や
南
大門
の再
姓工
小
の
際に
出
土し
た
も

の
がや
や
ま
と
まっ
て
い
る他
は
、
個
々
に
寺
域内
の
各所
か
ら発
見し
た
もの

が大
部分
を占
め、
さ
ら
に最
近
まで
使川
さ
れて
い
た屋
瓦で
、
修
理
の
際
に

銘な
ど
を発
見
して
。保
存川
と
して
取
り
降
し
た
もの
も
含
んで
い
る
。

軒
丸・
軒平
瓦
の
うち
、
奈良
時
代の
もの
は
そ
れ
ぞ
れ
3
2
祉
と
2
7
祉で
あ
る
。

その
う
ち
第９
図１
の
珠
文
縁
板弁
八
柴
蓮華
文
軒
丸瓦
と
、珠
文
縁均
斉
唐
草

文
軒平
瓦
の一
紙
が最
も顕
若
で
あ
る
。共
に
大
粒
の
茲子
や珠
文
を有
し
、
東

大
寺
式
と呼
ば
れ
る軒
瓦
の
文
様
の
先駆
的
な
型
式
を示
して
い
る
。こ
のこ
と

は
、
個
体
数の
比
率
を重
祝で
きな
い
と
して
も、こ
の
型
式の
もの
が
、同
寺

所
蔵の
奈
良
時
代
軒瓦
中
で
最
も
多
いこ
と
と共
に
、
創建
時の
製
作
を
傍証
す

15



る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
，

唐
招
提
寺｝
＇
i

重
幽
文
系
の
組
合
せ
の
軒
瓦
が
存
在
す
る
こ
と
は、

従
来
か
ら
知

ら
れ
て
お
り、

三
重
圏
文
軒
丸
瓦
2

種、

四
屯
圏
文
軒
丸
瓦
1
種
と、

そ
れ
と
組

合
わ
さ
る
堕
圏
文
軒
平
瓦
2
種
が
見
ら
れ
る，

そ
の
軒
丸
瓦
は
い
ず
れ
も
瓦
当
部

背
面
の
作
り
が、

創
建
時
の
軒
丸
瓦
よ
り
粗
雑
で
あ
り、

無
顎
の
軒
平
瓦
も
同
様

で
あ
っ
て、

皆
創
建
以
降
の
製
作
と
見
ら
れ
る，

た
だ、

長
岡
窮
跡
出
土
の
同
系

軒
瓦
と
較
べ
て、

本
寺
の
も
の
は
瓦
当
面
の
彫
り
が
深
く、

太
く
鋭
い
圏
線
を
有

し、

長
岡
宮
跡
の
も
の
よ
り
は
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
第
9

図
2
)，

ま
た
、

創

建
以
降
の
奈
良
時
代
の
も
の
と
し
て、

三
彩
釉
を
施
し
た
軒
丸
・

押
平
瓦
が
あ
る。

両
者
共
軟
か
い
黄
灰
色
の
索
地
に、

浪
緑
色、

白
色、

褐
色
の
鉛
釉
を
施
し
た
小

形
の
瓦
で
あ
る。

こ
れ
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
三
彩
釉
の
薄
手
小
形
の
丸
•

平

瓦
も
採
集
さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
場
所
が
す
ぺ
て
講
堂
の
周
辺

特
に
そ
の
北
方

で
あ
る
こ
と
ぱ
注
目
1

1

値
す
る，

以
上
の
創
建
以
降
の
奈
良
後
期
末
の
瓦
の
他
に、

創
建
以
前
の
時
期
の
瓦

た
発
見
さ
れ
て
い
る，

そ
の
一

ぱ
酒
芹
文
縁
の
中
房
の
大
き
い
複
弁
八
莱
蓮
花
文

軒
丸
瓦
と、

鋸
歯
文
珠
文
縁
偏
行
酉
草
文
軒
平
瓦
の
組
合
せ
（
第
9
圏
3
)

の
も

の
で
あ
っ
て、

こ
れ
ば
庖
招
提
寺
創
建
以
前
に、

こ
の
地
こ
か
か
る
瓦
を
使
用
し

た
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
，

他
の
一

は
平
城
宮
式
と
呼
ば
れ
る
型
式

の
一

群
で、

そ
の
う
ち
に
ぱ
本
寺
の
講
堂
と
し
て
う
つ
さ
れ
た
平
城
窄い
の
朝
果
堂

の
瓦
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う，

平
安
時
代
に
属
す
る
軒
丸
瓦
は
16
種、

同
軒
平
瓦
は
19
種
で
各
時
期
の
も
の
が

あ
る
が、

第
9
図
5
の
軒
丸
瓦
が、

創
建
時
の
も
の
を
校
し
た
文
様
を
有
す
る

の
で、

他
に
見
る
べ

き
も
の
が
少
な
い
。

鎌
倉
時
代
に
屈
す
る
軒
丸
瓦
に
は
述
華
父、

花
i文

文、

宝
塔
文、

巳
文、

文
字

文
等
9
種、

軒
平
瓦
に
は
酒
草
文、

剣
頭
文、

連
珠
文、

巴
文、

文
字
文
等
24

稲

が
あ
る，

第
10
図
6
の
左
捲
三
巴
文
軒
丸
瓦
と、

珠
文
縁
唐
草
文
軒
平
瓦
は
鎌
倉

．
ま

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

ー

2
 

3

4

U
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唐
招
提
寺
総
合
濁
在
概
要

6
 

7

 

り＇

8
 

と、

西
大
寺
東
塔・
1

み
ら
れ
る
建
保
年
間
の
型
式
と
の
中
問
こ
位、す
る
文
様
を
有

す
る
か
ら、

礼
幽
の
修
造
さ
れ
た
建
に
年
間
頃
の
製
作
と
な
し
得
る。

第
10
殴
7

の
で、

金
常
束
邸
尾
を
造
っ
た
元
亨
年
間
頃
に
位
岡
づ
け
得
る
で
あ
ろ
う
か。

室
町
時
代
以
降
の
軒
丸
瓦
は
18
種、

同
軒
平
瓦
は
32
種
が
あ
り、

う
ち
室
町
時

代
の
岬
丸
瓦
は
巴
文、

文
字
文
等
7
種、

軒
平
瓦
は
廂
草
文、

菊
水
文、

巴
剣
頭

文、

文
字
文
等
23
種
を
数
え
る。

第
10
図
9
の
左
捲
三
巳
文
軒
丸
瓦
と
菊
水
文
軒

平
瓦
と
の
一
組
は、

南
部
諸
大
寺
に
み
る
応
永
年
間
の
型
式
と
同
じ
も
の
で
あ
る。

最
後
に
江
戸
時
代
の
瓦
ぱ
種
類
少
く、

都
府
に
よ
る
元
禄
年
間
の
修
理
の
際
の
も

の
が
大
半
を
占
め
る。

第
10
図
10
の
寺
名
を
表
わ
し
た
一
組
は
そ
の
一
例
で
あ
る，

そ
の
他、

逍
具
瓦
の
中
で
は、

鬼
瓦
の
政
の
多
い
こ
と
が
顕
著
で
あ
る。

11
個

あ
る。

の
寺
名
を
表
わ
し
た
i

糾
や、

8
の
述
蔀
文
と
鹿
耶
文
の
一
糾
ぱ
鎌
倉
後
期
の

前
期
の
一
組
で
あ
り

特•』
そ
の
軒
平
瓦
ぱ
典
幅
寺
に
お
ナ
る
建
久
年
間
の
型
式

体
の
鬼
瓦
の
う
ら
7
個
体
ぱ
奈
良
後
期
な
い
し
平
安
初
期
の
も
の
で
あ
り、

高
さ

品
cm，●、
f．つ
い
の
も

喜

『砂

誓．、
る
ま
で
6
型
式
-

1

分
オ・
っ．
且
る．

こ
の
う一っ

宝
蔵
出
土
の
そ
れ
ぱ
怪
限
の
全
身
を
あ
ら
わ
し
た
型
式
で、

平
城
窮
跡
や
薬
師
寺

出
土
の
型
式
の

，

 

段
く
ず
h
た
も
の
で
あ
る

こ
の
ほ
か
南
大
門
再
建
エ
ボ
こ
伴
つ
て
発
見
さ
れ
た
桁
恥
飾
瓦
じ‘

10 

直
径
27
cm、

似
さ
2
cm
の
円
板
状
の
も
の
で、

こ
れ
に
右
斜
を
向
い
た
限
而
を
あ
ら
わ
し
た
珍

ら
し
い
も
の
で、

4
ケ
所
以
上
の
釘
穴
が
穿
た
れ
て
い
る。

唾
先
瓦
と
す
る
に
ぱ

大
き
く、

出
土
楊
所
が
南
大
門
で
あ
る
こ
と
か
ら
三
棟
造
り
切
表
の
棟
下
桁
の
恥

に
つ
け
た
飾
り
瓦
と
考
え
た。

以
上
涸
招
提
寺
こ
所
蔵
す
る
屋
瓦
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
概
観
し
た，

個
々

の
汽
料
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
こ
つ
い
て
ぱ
後
日
の
本
報
内
の
際
に
行
う
予
定
で

（
岡

田

茂

弘）

第］0図
]7 

鎌倉時代以11糾蛙瓦
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